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ち
き

ゅう
にやさし

い

み
ど
り

を
まもるリサ
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下
田
市
の
南
の
奥
座
敷
、
田
牛

地
区
の 
長 

ち
ょ
う 

谷  
寺 
の
本
尊
は
、
等
身

こ
く 
じ

大
の
阿
弥
陀
如
来
坐
像
で
す
。
実

は
こ
の
像
は
、
伊
豆
南
部
を
代
表

す
る
仏
像
の
名
品
。
大
正
８
年
に

国
宝
に
指
定
さ
れ
、
法
改
正
に
よ

り
、
現
在
は
重
要
文
化
財
で
す
。

�
�
�
�
�
�
�

　

阿
弥
陀
如
来
は
、 
久  
遠 
の
寿
命

く 
お
ん

と
無
限
の
光
を
持
つ
仏
。
こ
の
仏

は
、 
生 

し
ょ
う 

類 
全
て
を
救
済
す
る 
誓  
願 

る
い 

せ
い 
が
ん

を
立
て
て 
西  
方 
に 
極  
楽 

さ
い 
ほ
う 

ご
く 
ら
く 

浄 
じ
ょ
う 

土 
を
築

ど

い
た
と
さ
れ
、
信
者
を
極
楽
に
迎

え
取
る
と
し
て
信
仰
さ
れ
ま
し
た
。

　

長
谷
寺
阿
弥
陀
如
来
坐
像
に
は
、

頭
上
に
肉
の
盛
り
上
が
り
が
あ
り
、

頭
髪
は
タ
ニ
シ
の
よ
う
で
す
。
こ

れ
は
悟
り
を
開
い
た
如
来
の
特
徴
。

指
の
間
に
水
か
き
（ 
縵  
網  
相 
）
が

ま
ん 
も
う 
そ
う

あ
る
の
は
、も
れ
な
く
救
済
す
る
、

如
来
の
力
を
表
し
て
い
ま
す
。
一

方
、 
印  
相 
（
手
の
形
）
は
、
座
禅

い
ん 
ぞ
う

を
す
る
際
に
結
ぶ
印
で
す
が
、
親

指
と
人
差
し
指
で
輪
を
作
っ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
阿
弥
陀
像
特
有
の

印
相
な
の
で
す
。

�
�
�
�
�
�
�

　

長
谷
寺
阿
弥
陀
如
来
坐
像
は
、

夢
見
る
よ
う
な
、
穏
や
か
な
表
情

が
印
象
的
な
仏
像
で
す
。
衣
の 
襞 ひ

だ

は
浅
く
、 
撫  
肩 
で
、
体
つ
き
は 
華 

な
で 
が
た 

き
ゃ

 
奢 
で
す
が
、
こ
う
し
た
作
風
を
、

し
ゃ

 
定 

じ
ょ
う 

朝 
ち
ょ
う 

様 
と
い
い
ま
す
。

よ
う

　

定
朝
は
、
平
安
中
期
、 
優  
美 
な

ゆ
う 
び

仏
像
を
造
っ
た
仏
師
で
、
彼
の
作

風
が
定
朝
様
で
す
。
定
朝
様
は
貴

族
か
ら
「
仏
の 
本  
様 
」
と
絶
賛
さ

ほ
ん 
よ
う

れ
、仏
像
の
模
範
と
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
平
安
後
期
、
全
国
各

地
で
定
朝
様
の
仏
像
が
造
ら
れ
ま

し
た
が
、
長
谷
寺
像
は
そ
の
優
れ

た
例
の
一
つ
な
の
で
す
。

　

反
面
、
こ
の
像
に
は
、
角
張
っ
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た 
頬 
や
と
が
っ
た 
肉  　
 
、
左
右
の

ほ
お 

に
っ 
け
い

バ
ラ
ン
ス
が
少
し
崩
れ
た
膝
な
ど
、

均
整
を
重
ん
じ
る
定
朝
様
と
は
異

質
な
点
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
本

像
は
、
定
朝
様
の
影
響
を
受
け
つ

つ
、
地
方
で
制
作
さ
れ
た
仏
像
で

あ
る
と
推
測
で
き
る
の
で
す
。

�
�
�
�
�

　

長
谷
寺
像
は
江
戸
時
代
に
修
復

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
際
の
修
理

木
札
に
は
、
こ
の
仏
像
は
、
平
安

末
期
の 
寿  
永 
４
年（
１
１
８
０
）、近

じ
ゅ 
え
い

く
の 
遠  
国  
島 
の
岳
浦
に
漂
着
し
た

お
ん 
ご
く 
じ
ま

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
事

実
な
の
で
し
ょ
う
か
。
残
念
な
が

ら
像
に
は
、
海
上
を
漂
流
し
た
よ

う
な
痕
跡
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
こ
の
像
の
時
代
様
式
は
、　
１２

世
紀
後
半
の
も
の
で
す
。

　

木
札
の
記
述
は
、
仏
像
が
寿
永

４
年
前
後
に
造
ら
れ
た
後
、
船
に

乗
せ
ら
れ
て

海
を
運
ば 
れ 
、

こ
の
地
に
来

た
と
い
う
記

憶
を
伝
え
て

い
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

 （
市
文
化
財
保
護
審
議
委
員 
田
島
）
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下
田
駅
よ
り
田
牛
行

き
バ
ス
、
前
の
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下
車
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